
印
度
學
佛
敎
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

三
六
八

環
境
問
題
に
応
答
し
う
る
真
宗
教
学
確
立
の
可
能
性

桃

井

信

之

一
、

は
じ

め
に

近
年
、
真
宗
教
団
に
お
い
て
も
環
境
問
題

へ
の
言
及
が
増
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
仏
教
者

・
真
宗
者

の
立
場
か
ら
こ
の
問
題

の
解
決
に
向
け
て

の
発
言
が
あ
る
こ
と
自
体
は
当
然
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
従
来

の

真
宗
教
学
の
枠
組
み
で
は
、
こ
の
問
題
を
扱
う
根
拠
に
い
さ
さ
か
の
疑

問
を
禁
じ
得
な
い
。
本
稿

で
は
、
こ
の
問
題

の
解
決
に
仏
教
思
想
が
寄

与
す
る
可
能
性
を
考
究
す
る
中
で
、
今
日
の
浄
土
真
宗
の
教
学
が
こ
の

問
題

に
応
答
す
る
可
能
性
を
模
索
し
、
同
時
に
今
日
の
教
学

の
問
題
点

を
端
的

に
指
摘
し
た
い
。

二

、
環
境

問
題

に
対

応
す

る
仏
教
思
想

の
可
能

性

倫
理
学
者
の
加
藤
尚
武
氏
は

「環
境
倫
理
学

の
三

つ
の
基
本
主
張
」

と
し
て
、

1
自
然

の
生
存
権

の
問
題
、
11
世
代
間
倫
理
の
問
題
、
m
地

球
全
体
主
義
を
あ
げ
、
こ
の
三
点
を
問
題
の
考
究
に
不
可
欠
な
要
素
と

　
ユ
　

し

て

い
る
。

こ

の
う
ち

ー

は
、

生

存

の
権

利

と

い
う

概

念

の
問

い
直

し

を
主
張
す
る
も
の
で
、
従
来
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
人
間
優
先
主

義
の
考
え
方
を
否
定
し
、
生
物

の
種
、
生
態
系
、
景
観
な
ど
の
自
然
物

に
も
生
存

の
権
利
を
認
め
、
人
間
が
勝
手
に
こ
れ
を
否
定
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
中
心
思

想

へ
の
反
省
と
、

「
一
木

一
草
に
仏
性
あ
り
」
と
い
う
如
き
、
あ
ら
ゆ

る
生
命
に
尊
厳
を
認
め
る
東
洋
文
化

の
見
直
し
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
人
間
優
先
主
義
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
人
間
の
生
命

の
み
を
尊
重

す
る
も
の
で
、
人
間
以
外
の
生
命
の
価
値
を
、
人
間
に
支
配
さ
れ
、
そ

の
幸
福
追
求

の
手
段

・
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
し
か
み
い

だ
さ
な
い
も
の
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
今
日
の
如
き
状
況
を

引
き
起
こ
し
た
根
本
的
原
因
、
あ
る
い
は

一
つ
の
大
き
な
要
因
だ
と
す

れ
ぼ
、
そ
の
価
値
観
は
早
急
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
間
優
先
主
義

(人
間
中
心
主
義
)
の
問
題
を
契
機
と
し
て
、
環

境
問
題
に
対
応
す
る
仏
教
の
理
念
に
つ
い
て
考
究
し
て
み
た
い
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
相
当
多
く
の
論
考
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
た
が
、
理
念
に
な
り
う
る
と
さ
れ
る
内
容
は

(強
い
根
拠
と
な
る
か
否
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か
は
研
究
者
の
見
解
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
)
ほ
ぼ

一
致
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る

「縁
起
」
説
は
、
す
べ
て
の
物
事
の

関
係
性

を
語
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
語

の

「お
か
げ
さ
ま
」
は
、
仏
教

に
お
け
る
縁
起

の
考
え
方
に
も
と
つ
い
た
語
と
い
わ
れ
て
い
る
。
何
事

も
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
独
立
し
て
生
成
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
相
依
相
資

・
持
ち
つ
持
た
れ

つ
の
関

係
の
上

に
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
す
べ
て

の

「
い
の
ち
」
の

「共
生
」
を
考
え
る
重
要
な
視
点
が
与
え
ら
れ
る
。

こ
の

「縁
起
」
の
考
え
方
を
根
本
と
し
て
、
仏
教
で
は

「
い
の
ち
」

を
ど
う
捉
え
て
き
た
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
周
知
の
ご
と
く
仏
教

で

は
生
き
も
の
を

「衆
生
」

と
い
い
、
イ
ン
ド

仏
教

で
は
、
感
情
や
意
識
を
持
っ
た
も
の

(有
情
)
を
さ
す
語

で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
中
に
は
植
物
の
よ
う
な
感
情

の
な

い
も
の
は
、
生
命
で
あ
っ
て
も
そ
の
範
疇
.に
属
さ
な
い
と
考
え
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
六
道
輪
廻
の
思
想
で
説
か
れ
る
畜
生
界
は
動
物

が
モ
デ

ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
植
物
ま
で
が
輪
廻
す
る

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て

は
、
植
物
の
よ
う
な
無
情

(非
情
)
な
る
も
の
と
人
間
や
動
物

の
よ
う

な
有
情
と
に
は
載
然
と
し
た
ボ
ー
ダ
ー
が
あ
っ
た
と
す
る
の
が

一
般
的

な
見
解

で
あ
る
。

し
か
し
在
家
仏
教
徒

の
戒
律
に
設
け
ら
れ
て
い
た

「不
殺
生
戒
」
で

は
、
人

の
命
を
奪
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
動
物
や
植
物
ま
で
も
そ
の

「生
」
の
範
疇
に
入
る
と
い
う
。
と
は
い
っ
て
も
実
際
に
は
植
物
は
少

な
く
と
も
食
用
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
在
家
者

へ
の

戒
は
可
能
な
限
り
の
遵
守
を
勧
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
出
家
者
の

戒
は
、
在
家
者
の
説
か
れ
た
項
目
も
含
め
、

よ
り
詳
細
で
厳
し
い
内
容

と
な
っ
て
お
り
、
動
物

の
生
命
を
奪
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
草
木
に
も

生
命
を
認
め
、
そ
の
破
損
を
禁
じ
て
い
る
。

こ
の
仏
教
に
お
け
る

「不

殺
生
戒
」
は
、
「慈
悲
」
の
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仏

教
徒
に
と
っ
て
の
重
要
な
自
律
的
な
決
意
と
さ
れ
、
後
に
成
立
し
た
大

乗
仏
教
に
も
継
承
さ
れ
た
。
大
乗
仏
教
は

「菩
薩
道
」
の
宗
教
と
も
称

さ
れ
る
よ
う
に
、
道
を
志
す
も
の
す
べ
て
を
基
本
的
に

「菩
薩
」
と
し

た
。
菩
薩
道
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
自
利
利

他
の
実
践
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
悟
り
の

「智
慧
」
と

「慈
悲
」

の
実
践

の
相
即
を
説
く
も
の
で
、

自
己
の
救

い
は
そ
の
ま
ま
他
の
救

い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い

う
。
大
乗
仏
教
で
は
こ
の
発
想
か
ら
自
他

の

「い
の
ち
」
の
尊
厳
を
説

い
て
き
た
の
で
あ
る
。

仏
教
が
中
国
に
伝
わ
る
と
、
草
木
成
仏
論

が
展
開
さ
れ
て
く
る
。
仏

教
で
は
成
仏
の
素
質

・
可
能
性
を
仏
性
と
称

す
る
が
、
『涅
繋
経
』
に

説
か
れ
る

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
イ
ン
ド
仏

教
に
お
い
て
そ
の
対
象
は
、
や
は
り
有
情

(人
間
と
動
物
)
に
限
定
さ

れ
る
。
従

っ
て
草
木
成
仏
論
は
問
題
に
も
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
中

国
で
は
仏
性
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
草
木
な
ど

の
植
物

は
も
と
よ
り
、
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無
機
物
に
ま
で
仏
性
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
非
情

(有
情
以
外
の
も
の
)
に
み
る
仏
性
は
成
仏

の
可
能
性
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
仏

の
本
性
が

一
切
に
遍
満
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
み
で
あ
る

　
　
　

と

い
う
指
摘
も
あ
る
。

日
本
で
は
、
中
国
仏
教
の
発
想
を
踏
襲
し
発
展
さ
せ
て
、

「草
木
成

仏
」
や

「草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
が
主
張
さ
れ
た
。
中
国
仏
教
に
お
け

る
草
木
成
仏

の
理
論
的
根
拠
は
、
衆
生

(依
報
)
と
草
木

(正
報
)
の

依
正
不
二
論
や
唯
心
論
に
も
と
つ
く
も
の
、
ま
た
仏
の
絶
対
の
立
場
か

ら
み
た
衆
生
と
草
木
の
平
等
性
な
ど
に
あ
っ
た
が
、
日
本
に
お
い
て
は

道
元

の

「悉
有
は
仏
性
な
り
」
一の
解
釈

に
示
さ
れ
る
如
く
、
こ
の
現
象

　ヨ
　

世
界
を
即
悟
り
の
世
界
と
し
て
肯
定
す
る
思
想
と
な
っ
た
。
中
国

・
日

本

で
草
木
成
仏
が
説
か
れ
、
非
情
の

「い
の
ち
」
を
重
視
す
る
発
想
が

生
じ
た
こ
と
は
、
森
林
の
多
い
風
土
が
も
た
ら
し
た
仏
教
思
想
の
必
然

的
展
開
で
あ
ろ
う
。

ま
た
輪
廻

の
思
想
は
、
西
洋
の
直
線
的
時
間
論
に
対
し
て
い
う
な
ら

循
環
的
時
間
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
直
線
的
時
間
論
か
ら
は

(人

間
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
然
を
搾
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
「進
歩
」
す
る

こ
と
を
是

と
す
る
発
想
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
環
境
破
壊

の
問
題
は
、

こ
の
発
想
自
体
を
非
な
る
も
の
と
し
て
問
い
返
し
て
い
る
。
「
い
の
ち
」

の
循
環
を
説
く
イ
シ
ド
的
輪
廻
の
発
想
は
、
こ
こ
で
も
大
き
な
示
唆
を

与
え
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
仏
教
の
目
的
は
悟
り
を
開
く
こ
と
に
あ
り
、
仏
教
者
の
実
践

は
悟
り

へ
の
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
陀

は
苦
悩

の
原
因
を
衆
生

の

「無
明
」
性
に
見
い
だ
し
た
。
無
明
と
は
我

に
執
着
し
て
い
る
自
己

の
真
の
在
り
よ
う
に
気
づ
か
な
い
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
欲
望
の
奴

隷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
端
的
に
言
え
ぼ
、
こ
の
欲
望
か
ら
の

解
放
が
悟
り

へ
の
道
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
実
践
を
仏
陀
は
語

つ
た
の

で
あ
る
。
仏
教
は
環
境
問
題

の
解
決
を
射
程
に

い
れ
て
説
か
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
環
境
破
壊

の
問
題
は
、
仏
教

の
視
点
か
ら
す
れ
ぼ
、

基
本
的
に
人
間

の

(物
質
的
)
欲
望
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
科
学

技
術
の
暴
走
を
原
因
に
あ
げ
た
と
し
て
も
、
結
局
そ
れ
も
人
間

の
欲
求

に
根
ざ
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
指
針
と
な
る
哲
学
や
思
想
が
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
悟
り

へ
の
実
践
過

程
に
お
い
て
、
「少
欲
知
足
」
を
語
つ
て
き
た
。
自
己
の
、
あ
る
い
は

人
類
の
欲
望

・
執
着

の
制
御
を
そ
の
伝
統
と
し
て
説

い
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
重
要
な
認
識
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
で
は

「い
の
ち
」
に

つ
い
て
、
縁
起
的
な
認
識
を

根
本
と
し
な
が
ら
、
慈
愛
に
も
と
つ
く
不
殺
生

・
草
木
成
仏

・
輪
廻

・

少
欲
知
足
な
ど
を
語

っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
教

の
伝
統
に
お
け
る

「
い
の
ち
」

の
把
捉
が
、
今
日
の
環
境
問
題
の
根
本
に
あ
る
人
間
優
先

主
義

・
人
間
中
心
主
義
を
超
克
す
る
発
想
と
し
て
、

こ
の
問
題

の
解
決

に
寄
与
で
き
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
現
に
欧
米

の
環

　　
　

境
思
想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
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L
真
宗
教
学
の
問
題
点

真
宗
教
団
か
ら
発
せ
ら
れ
る
最
近
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
こ
の
環
境

問
題
を
真
正
面
に
受
け
と
め
、
対
処
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
伺
え

る
も
の
が
目
に
つ
く

(本
稿
で
は
本
願
寺
派
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
)。
し

か
し
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
主
張
の
真
宗
教
学
的
な
根
拠
に
つ
い

て
で
あ
る
。
わ
が
国
で
環
境
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
経
過
し
た
時
間
を
鑑
み
る
と
、
環
境
問
題
に
対
応
す
る
言
及
が

近
年
増
え
て
き
た
の
は
唐
突
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

れ
に
対
応
し
う
る
本
質
的
な
要
素
が
教
学
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ぼ
、

そ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
真
宗
教
学
の
出
世
を
指
向
す
る
本
質

的
部
分
か
ら
こ
の
問
題
に
対
す
る
言
及
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ぼ
、

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

「真
俗
二
諦
」
と
い
う
現
在

の
教
学
状
況

を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

真
宗
教
学
の

「真
俗
二
諦
」
論

の
問
題
点
に

つ
い
て
は
以
前
に
論
究

　
ら
　

を
試
み
た

こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
詳
述
は
…避
け
、
問
題
の
核
心

的
部
分

の
み
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
真
宗
教
学
史
上
で
展
開
さ
れ
る
真

諦

・
俗
諦

の
意
味
と
そ
の
関
係
は
、
『教
行
証
文
類
』
に
お
け
る

『末

法
燈
明
記
』
の
引
意
は
い
う
に
お
よ
ぼ
ず
、
念
仏
の
法

の
み
が
唯

一
の

真
実
で
あ
り
、
俗
な
る
も
の
は

「そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
」
と
し
て
可
能

な
限
り
廃
捨
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
示
し
た
親
鸞

の
意
趣
と
は
完
全
に
乖

離
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で

「真
俗
二
諦
」
は
、
真
宗

の
基
本
的
教
義
体
系
を
規
定
す

る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
「真
諦
」
と

は
念
仏
信
心
に
よ
っ
て

浄
土
往
生
す
る
出
世
間

の
道
で
あ
り
、
「俗
諦
」
と
は
王
法
す
な
わ
ち

国
法
を
遵
守
し
、
そ
れ
に
違
背
す
る
こ
と
な
く
生
活
す
る
と
い
う
、
倫

理
道
徳
の
実
践
を
説
く
世
間
法
を
い
う
。
そ
し
て
そ
の
関
係
は
、
相
依

相
資
を
語
り

つ
つ
も
、
結
論
的
に
は
俗
諦
が
真
諦
に
優
先
す
る
と
い
う
、

王
法
中
心
主
義
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
想
が
戦
前
の
天

皇
絶
対
主
義
国
家
を
支
え
る
理
論
と
な
り
、

「戦
時
教
学
」
を
構
築
し

て
多
く
の

「い
の
ち
」
を
殺
傷
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
周

知
の
如
く
で
あ
る
。
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
宗
制

の

「教
義
」
に
は
、
「真

諦
」
「俗
諦
」

の
語
は
消
え
、
天
皇

の
臣
民
と
な
る
こ
と
が
道
徳
的
生

き
方
で
あ
る
と
主
張
す
る
文
言
も
見
ら
れ
な

く
な

っ
た
が
、
時
勢
に

よ
っ
て

「教
義
」
の
内
容
を
い
と
も
簡
単
に
変
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が

こ
の
問
題
の
本
質
な

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
想
を
生
み
出
し
た
体

質
を
問
う
こ
と
な
く
、
表
面
上
の
体
裁
を
繕

っ
て
戦
後

(
一
九
六
七
年
)

の

「教
義
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は

「
一
、
教
義

南
無
阿
弥
陀

仏
の
み
教
え
を
信
じ
、
必
ず
仏
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
身

の
し
あ
わ
せ

　　
　

を
喜
び
、
つ
ね
に
報
恩
の
お
も
い
か
ら
世
の
た
め
人
の
た
め
に
生
き
る
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
面
的
で
来
世
志
向

の

「信
因
称
報
」
義

を
網
格
と
す
る
も
の
で
、
「世

の
た
め
人
の
た

め
に
生
き
る
」
そ
の
方

向
性
は
示
さ
ず
、
き
わ
め
て
抽
象
的
に
説

い
て
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
前
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三
七
二

に

「世
」
、
す
な
わ
ち
こ
の
現
実
社
会
が
如
何
な
る
も
の
か
を
問
う
視

点
は
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
出
世
間
法
と
世
法

と
の
関
係
が
甚
だ
不
明
瞭

で
あ
り
、
従
来

の

「真
俗
二
諦
」
的
発
想
と

枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
世
俗
社
会
を
捨

象
し
、
死
後
往
生
に
主
眼
を
お
い
た
来
世
主
義
の

「信
因
称
報
」
義
は

真
俗
二
諦
的
発
想
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
を

「教
義
」
の
網

格
に
す
え
た
ま
ま
環
境
問
題
等

の
現
実
社
会
の
問
題
に
言
及

(対
応
)

す
る
態
度
は
、
構
造
と
し
て
は
、
世
俗
に
随
順
す
る

「俗
諦
」
の
立
場

か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
と

い
さ
さ
か
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
指

摘
さ
れ
て
も
や
む
を
え
ま
い
。
す
な
わ
ち
従
来
の
教
学
は
、
ま
ず
そ
の

根
本
構
造
か
ら
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
真
宗

の
教
え
を

「別
途
」
(こ
の
語
の
持
つ
響
き
は

「特
殊
性
」

と
い
う
よ
り
は

「独
善
性
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
)
と
す
る
態
度
も
問
題

で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ぼ
、
親
鸞
が
仏
教
の
原
点
で
あ
る

「智
慧
」

を
信
心

の
内
実
と
し
て
重
視
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

「智
慧
」
を
教
学

　ヱ

の
前
面

に
す
え
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
る
。
伝
統
的
な
教
学
に
お
い

て

「信
心
の
智
慧
」
は
、
機
相
に
あ
ら
わ
れ
な
い

「徳
」
と
解
釈
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
は
凡
夫
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
に
真
宗
を
非
仏
教
化
さ

せ
る
態
度

で
は
な
か
っ
た
か
。
環
境
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
時
、

真
宗
に
お
い
て
も

「縁
起
」
に
も
と
つ
い
て

「い
の
ち
」
を
語
る
で
あ

ろ
う
。
な
ら
ぼ
そ
の
よ
う
な
仏
教
的
認
識
が
信
心
の

「智
慧
」
に
よ
つ

て
成
立

す
る
と
い
う
の
で
な
い
な
ら
ぼ
、
や
は
り
こ
の
問
題
は
真
宗
教

学
の
根
本
的
な
部
分
か
ら
は
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
世
間
通

途
の

「俗
諦
」
と
し
て
対
応
し
て
い
る
と
の
誹
り
を
免
れ
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

智
慧
は

「知
る
」
と
い
う
認
識

の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
気
づ
く

こ
と
の
無
か
っ
た
自
己
と
社
会
の
実
相
に
目
覚
め
、
自
他
の

「い
の
ち
」

を
発
見
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
念
仏

の
信
心
に
よ
り
自
己
内
省
を
契

機
と
し
て
保
持
し

つ
つ
、
可
能
な
限
り
俗
な
る
も
の
を
捨
象
し
、
そ
れ

に
対
峙
し
て
い
く
主
体
と
な
っ
て
現
実
社
会

の
諸
問
題
に
応
答
し
て
い

く
と
い
う
教
学
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
こ
そ
が
、
親
鸞
の
意
趣
を
現
代
に

再
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
念
仏
に
よ
る

「智
慧
」
の

信
心
を
教
学
に
取
り
戻
し
た
時
、
世
界
性

・
普
遍
性
を
も
っ
た
仏
教
と

し
て
親
鸞
の
真
宗
が
再
生
の

一
歩
を
踏
み
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
視
点
か
ら
、
「
い
の
ち
」
に
関
わ
る
現
代
的
諸
問
題
に
応
答
し
う
る

大
乗

の
仏
教
者
を
輩
出
す
る
、
「真
宗
菩
薩
道
」
と
も
い
う
べ
き
教
学

を
構
築
し
て
い
く
必
要
性
を
痛
感
す
る
。

環
境
問
題
も
こ
の
よ
う
な
教
学
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
ぼ
し
ぼ
取
り
上
げ
ら
れ
る

「こ
の
如
来
微
塵
世
界
に
み
ち

み
ち
て
ま
し
ま
す
、
す
な
は
ち

一
切
群
生
海

の
心
に
み
ち
た
ま

へ
る
な

り
、
草
木
國
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
佛
す
と
と
け
り
」
と
い
う

『唯
信

紗
文
意
』
の
文
も
、
安
易
な
出
拠
主
義

(親
鸞
の
文
言
に
直
接
今
日
的
な

問
題
の
解
答
を
求
め
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
り
、
不
可
能
で
あ
ろ

う
)
に
陥
る
こ
と
な
く
、
念
仏
信
心
の
宗
教
体
験
か
ら

「智
慧
」
を
得
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三
七
三

る
こ
と

に
よ
っ
て
親
鸞
に
見
え
て
き
た

「
い
の
ち
」
を
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
と
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
仏
教
的
な
縁
起

の
考
え
方

が
そ
の
よ
う
な
認
識
を
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

そ
し
て
親
鸞
が
語
る
よ
う
に

「浄
土
真
宗
」
が

「大
乗

の
な
か
の
至

極
」

の
教
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

「智
慧
」
は
必
然
的
に

「慈
悲
」

へ
と
展
開
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る

「
い
の
ち
」

の
尊
厳
を
説
く
仏
教
と
な

る
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
際
、
親
鸞
の
仏
教
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「智

慧
」
に
よ
っ
て
非
常
に
深
い
自
己
内
省
が
促
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る

「
い
の
ち
」
の
尊
厳
が
認
識
さ
れ
て
も
、
そ
の

「
い

の
ち
」
を
奪
わ
ず
し
て
は
自
己
の
生
存
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実

を
痛
み

・
悲
し
み
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
可
能
な
限
り
の
実
践
、
生
き

方
が
志
向
さ
れ
て
く
る
。
も
し
こ
の

「智
慧
」
に
よ
る
自
他

の
実
相
の

認
識
と
、
痛
み

・
悲
し
み
が
な
け
れ
ぼ
、

「小
慈
小
悲
も
な
み
身
に
て

　　
　

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
」

の
文
は
、
宗
教
的
自
覚

の
無
き
ま
ま
に
、

「凡
夫
」

「悪
人
」
と
し
て
開
き
直
り
、
自
己
の
行
為
を
正
当
化
す
る
、

あ
る
い
は
免
罪
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

浄
土
真
宗
で
は

(親
鸞
が
末
法
の
世
に
生
き
る
僧
た
る
自
己
を

「無
戒
名

字
の
比
丘
」
と
い
っ
た
よ
う
に
)
戒
を
説
か
な
い
。
し
か
し
環
境
問
題
を

問
う
と
き
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

「不
殺
生
」
を
語
る
。
親
鸞
に

は
そ
の
不
可
能
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら

「無
戒
」
を
自
己
の
立
場

と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
開
き
直
り
で
は
な
く
、
深

い
悲
し
み

・
痛

み
を
と
も
な
う
も
の
で
あ

っ
た
。
『
口
伝
紗
」

の

「
一
切
経
御
校
合

の

　
　
　

事
」
に
示
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
内
容

の
真
偽

の
程

(事
実
で

あ
る
か
)
は
定
か
で
は
な
い
が
、

こ
の
問
題

に
関
連
す
る
親
鸞

の
意
を

表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

a
肉
食
と
飢
餓

の
問
題
に
対
応
す
る
可
能
性

最
後
に
地
球
環
境
破
壊
の
具
体
的
問
題
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
「飢
餓
」

と

「肉
食
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
今
後
の
考
究
の
方
向
を
探

る
契
機

と
し
た
い
。

世
界
人
口
は
六
〇
億
を
突
破
し
、
そ
の
う
ち
栄
養
不
足
人
口
は
八
億

を
超
え
る
と
い
わ
れ
る
。飢
餓
を
も
た
ら
す
栄
養
不
足
人
口
の
増
大
は
、

殊
に
第
二
次
大
戦
後
に
顕
著
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
主
要
因

の
ひ
と

つ
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
に
肉
食

の
増
大

が
あ
る
。
わ
が
国
で
も
戦

後
、
経
済
成
長
と
欧
米
の
食
文
化
の
浸
透
、

米
の
穀
物
メ
ジ
ャ
ー

(多

国
籍
穀
物
商
社
)
の
戦
略
が
相
ま
っ
て
、
肉
食

が
著
し
く
増
大
し
た
。
こ

れ
は
現
在
の
中
国

の
趨
向
に
も
顕
著
な
よ
う
に
世
界
的
な
傾
向
で
あ
る
。

経
済
発
展
に
と
も
な
っ
て
人
間
の
物
質
的
欲
望
は
増
幅
さ
れ
る
。
肉

食
化
は
そ
の

一
例
と
い
わ
れ
る
。
欲
望
充
足
と
い
う
人
間
的
目
的
の
た

め
に
、
牛

・
豚

・
鳥
等
の

「い
の
ち
」
が

「肉
」
と
い
う

「
モ
ノ
」
と

し
て

「生
産
」
さ
れ
、
「消
費
」
さ
れ
て
い
く
。
し
か
も
生
産
さ
れ
る

肉

の
何
倍
も
の
飼
料
が
必
要
に
な
り
、
肉
質

の

「向
上
」
の
た
め
に
穀

物
を
与
え
る
傾
向
も
強
ま
っ
て
い
る
。
肉
と

い
う
非
常
に
効
率
の
悪

い

形

で
食
に
対
す
る
欲
を
満
た
す
者
が
い
る

一
方
、
栄
養
不
足
人
口
は
増
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三
七
四

(m
　

大
の

一
途
を
辿
る
。
肉
牛
の
生
産

・
消
費
を
全
て
止
め
れ
ぼ
、
人
類
の

飢
餓
問
題
は
解
決
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
即
座
な
再
考
を
迫
る
問

題
で
あ
る
。

イ
ン
ド
的
、
あ
る
い
は
仏
教
的
な
発
想
か
ら
は
、
こ
の
問
題
に
対
し

て

一
定

の
方
向
性
を
持
っ
た
具
体
的
応
答
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

欧
米
の
食
文
化

の
伝
統
や
、
日
本
の
食
生
活
等
の
現
状
を
鑑
み
る
と
き
、

即
刻
肉

食
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ

う
な
主

張
は
あ
ま
り
に
も
現
実
か
ら
遊
離
し
た
も
の
と
批
判
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
真
宗
で
は
親
鸞
の

「肉
食

(妻
帯
)」
が
免
罪
に
な
っ
て
し
ま

う
怖
れ
も
あ
る
。
し
か
し
先
述

の

『口
伝
紗
』

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い

て
、
親
鸞

が
袈
裟
を

つ
け
た
ま
ま
魚
を
食
し
た
と
い
う
意
趣
の
延
長
線

上
に
は
、
真
宗
者
が
現
代
世
界

の

「
い
の
ち
」
を
把
捉
す
る
方
向
性
が

指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
の
現
状
が
認
識

さ
れ
る
な
ら
、
自
己
の
行
動

の
う
ち
に
痛
み

・
悲
し
み
を
と
も
な
う
と

同
時
に
、
仏
の

「願
い
」
に
も
と
づ
き
、
社
会
構
造
や
世
界
経
済

の
構

造
の
変
革

ま
で
も
射
程
に
い
れ
て
問
題
の
解
決
を
考
え
行
動
す
る
主
体

と
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
心
の

「智
慧
」
か
ら
そ
の
よ
う
な

真
宗
者

の
行
動
規
範
を
語
り
う
る
教
学
の
創
造
が
急
務
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ

る
。

1

『
環
境
倫
理
学

の
す
す
め
』
丸
善

一
九
九

一
・
一
二

一
～

一
二
頁

2

大
谷
光
真

「仏
教
と
自
然

保
護

・試
論
」
(
『宗
教
的

真
理
と
現
代
』
所
収
)

3

末
木
文
美
士

『日
本
仏
教
史
』
新
潮
社

一
九
九

二

・
二

一
六
九
頁
～

4

ピ
ー
タ
ー

・
シ
ン
ガ
ー
に
よ
る

「動
物

の
権
利
」

の
主
張

、

ア
ル
ネ

・

ネ

ス
や
ゲ
イ

リ
ー
・
ス
ナ
イ
ダ

ー
に
よ
る

「
デ
ィ

ー
プ

・
エ

コ
ロ
ジ
ー
」
や

「生
命
地
域
主
義
」
な
ど

に
顕
著

で
あ

る
。

5

拙
稿

「真
宗

教
学

に
お
け
る

『真
俗

二
諦

』

の
意
義
」

…

『
日
本
宗

教

文

化
史
研
究
』
第

一
巻
第

一
号

一
九
九
七

・
五

6

本

願
寺
派

「教
章
」

一
、
教
義

7

近
年
、
瓜
生
津
隆
真
氏

(「真
宗

に
お
け

る
信
仰

と
生
活

」
…

『
仏
教
と

人

間
』
所
収
、

「真
宗
信

心
の
本
質
と
社
会
性
」

…

『
教
学
研
究
所
紀
要
』

第

四
号

一
九
九
六
)
や
上
山
大
峻
氏

(
「
『信

心

の
智
慧
』

に

つ
い
て
」

…

『親
鸞

の
仏

教
』
所
収
)
ら

の
論
考

で
は
信
心

の
智
慧

の
重

要
性
が
指
摘

さ

れ
て

い
る
。

8

「愚
禿

悲
歎

述
懐
」

…
浄
土
真
宗
聖
典

・
原
典
版
七

三
三
頁

9

浄
土
真
宗

聖
典

・
原
典
版
九

四
六
頁

10

例

え
ぼ
飼
育
場

の
牛

の
生
体
重
ー
ポ

ン
ド
増

や
す

に
は
7
ポ

ン
ド
、
豚

な

ら
4

ポ

ン
ド

の
穀
物

が
必
要

だ
と

す

る
デ
ー

タ
も

あ
る

(
ワ
ー

ル
ド

ウ
オ

ッ
チ
研
究

所
編

『地
球

デ
ー
タ
ブ

ッ
ク

』
ダ
イ
ヤ

モ
ン

ド
社

一
九

九
九

・
七

一
二
頁
参
照
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

環
境
、

「
い
の
ち
」
、
智
慧
、
真
俗

二
諦
、
菩
薩
道

(岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
講
師
)
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